
支

考

と

『荘

子

』

1

『
二
十
五
箇
条
』

の
虚
実
論
樹
立
ま
で

ー

広

田

二

β良

一

支
考

は
、
六
歳

の
正
月

に
父
を
失

な

い
、
美
濃
国
山
県
郡
北
野

の
臨
済
宗
妙
心
寺

派

の
大
智
寺

に
入

っ
て
雛
僧

と
な

っ
た
。
天
和

三
年

(
一
六
八
三
)
十

九
歳

の
時

に
下

山
、
各

務
氏
を
称

し
た
。
下
山
以
後
、
芭
蕉

の
門
下

に
入
る
ま
で
の
五
、

六
年
間

の
動
静

は
不
明

で
あ

　
　

　

る

と

い
わ
れ

て

い
る
が
、

「
陳

情

表

」

に
支

考

自

身

の
述

べ

る

と

こ
ろ

に
ょ

れ
ば

、

そ

の
間

に
孔

・
老

(
儒
学

と
老

子

)

を
学

ん
だ

と

い

う

こ
と

で
あ

る
。

(
六
頁
参

照

。
)

こ

こ
で

「
孔

老

」

と

い
う

な

か

の

「
老

」

は
修

辞

上

の
あ

や

で

『
老

子
』

と

と

も

に

『
荘

子
』

も

何

程

か
学

ん
だ

こ
と

を

示

し

て

い
る

も

の
で
あ

ろ
う

と

い
う

こ
と

は
疑

い
な

い
。

(
支

考

は

ほ

か

で
も

し
ば

し
ば

「
老

」

と

い

っ
て

「
老

荘

」

の
意

味

を
持

た

せ

て

い
る
。
)

元
禄

三
、

四
年

(
一
六
九
〇

ー

九

一
)

二
十

六
、

七
歳

の

こ
ろ
、
彼

は
芭
蕉

の
門

に
入

っ
た
が

、

そ

れ

は
芭

蕉

が

『
奥

の
細

道
』

の
旅

を

終

え

た
後

、

『
猿

蓑
』

の
作

風

の
展

開

に
す

べ

て

の
力

を
傾

け

て

い

た
時
期

で
、

『
荘

子

』

と

の
か

か
わ

り

に

お

い
て
も
、

丁
度

一
つ

の
ピ

ー

ク

に
達

し

て

い
た

と

こ
ろ

で
あ

っ
た
。

そ

の
上

に
立

っ
て
芭

蕉

は
造

化

随

順

、

不

易

流
行

、

俳

譜

の
ま

こ
と

等

の
問

題

に

つ

い
て

探

究

を
推

し
進

め

つ

つ
あ

っ
た

。

こ
う

し

た
問

題

と
真

正

面

か
ら
対

決

し
、

そ

の
根

源

を
究

め
尽

さ

な
け

れ
ば

や
ま

な

か

っ
た

ひ

た

ぶ

る

支

考

と

『
荘

子
」

一
1
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人

文

研

究

第
三
十

一
輯

な
芭
蕉

に
日

々
親
近

し
、
支

考
も
そ

の

『
荘

子
』

に
対
す

る
考

え
方

を

一
段

と
高

い
所

に
引
上
げ

ら
れ

た
こ
と

で
あ

ろ
う
。
そ
れ
以
前

は

ハ
チ

マ
ド

「
を

の
れ

が
智

を

た

の
み
、
物

の
理

に
た
ど

り

て
、
た

黛
春

の
蜂

の
、

窓

に
ま
ど

へ
る

た

と

へ
に
ぞ

侍

り

け

る
」

と

い
う
状

態

で
あ

っ
た

の

が

、

「

一
と

せ
湖
ー
南

の
幻

-
住
-
庵

に
、

白

-
頭

の
翁

を
見

て
、

才

能

は
文

ー
字

を

は
な

れ

、

風
-
雅

は

心

を
、

あ

そ

ば

し

む

る
物

な

り

と

(
マ
マ
)

(
マ
マ
)

(
2
)

聞

て
、
此
翁

と
あ
そ

ぶ
時

は
、
酒

に
え

へ
る
人

の
、
何
ゆ

へ
な
ら
で
も

た
父
お
も
し
ろ
き

こ
瓦
ち

に
ぞ
侍

り
け

る
。
」
(
『
本
朝
文
選
』
「
陳

情
表
」
)

と

い
う
風
雅

三
昧

の
境
地

に
引

上
げ

ら
れ

た
の
で
あ
る
α

「
陳

情
表
」

で
は
、

続
け
て
、
芭
蕉
俳
譜

の
三

つ
の
品

(
徴
表
)

に

つ
い
て
語
り
、

コ
　〒

語

は
虚

に
居

て
実

を

お

こ
な

ふ
べ
し
。
」
と
教

え
ら
れ

た
と
し
る
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
虚
実

論

は
、
芭
蕉
が

ほ

　
ヨ

　

か
で
説

い
て

い
る

こ
と
が
な

い
の
で
、

お
そ
ら
く
支
考
が
師
説

に
か
こ
つ
け

て
自
説

を
述

べ
た
ま

で
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
言

わ
れ

る
が
、

こ
う
し

た
虚
実
論

の
体
系

を
と
ら
な
く
て
も
、
芭
蕉

が
支
考

に

『
荘

子
』

に

つ
い
て
自

ら
が
考

え

る
と

こ
ろ
を
、

な

ん
ら

か
の
形

で
語

っ

た

こ
と

は
十
分

あ
り
得

た

こ
と
で
あ

る
。

右

に
支
考
が
述

べ
て

い
る
よ
う
な
体

験
自
体
が

『
荘
子
』

「
徳
充
符
」
篇

の
兀
者

王
馳

に

つ
い
て
の
寓
言

に
よ
る
と

こ
ろ
が
あ

る
と
見

ら
れ

る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ

は
十
分
考

え
ら
れ

よ
う
。

元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)

二
十

七
歳

の
八
月

か
ら
、
支
考

は
芭
蕉

の
身
辺

に
随
従

し
始

め
、
十
月

に
入

つ
て
桃

隣
と
と
も

に
東
下
す

る

師

の
供

を
し
て
東
海
道
を
下

り
、
月

末
江
戸

に
着

い
た
。
江
戸

で
は
、
素
堂
や
蕉
門

の
高
弟
其
角

・
嵐
蘭

等

の

『
荘
子
』
探
究

ぶ
り

に
直

接
触

れ
た
。
素
堂

は

『
一
字

幽
蘭
集
』

の
序
文
を

「
斉
物

論
」

の
思
想

に
よ

っ
て
執
筆
す

る
直
前

で
あ

っ
た
し
、
其
角

は

『
荘

子
』

に
関

係

あ
る
句
評
三
篇
を
含

む

『
雑
談
集
』
を
編
纂

し

つ
つ
あ

っ
た
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
ろ
う

し
、
嵐
蘭

は

「
人
間
世
」
篇

の
沢
雑

の
警
諭

に
拠

っ
た

「
焼

〃
蚊

。
辞
」
を
書

い
て
間
も
な

い
頃

で
あ

っ
た
。

『
荘

子
』
探
究

の
最

も
盛

ん
で
あ

っ
た
江
戸
蕉
門

の
動
向

の
な

か
に
直
接
身

を

置

い
て
み
た
支
考

は
蕉
風
俳

譜
と

『
荘

子
』

の
不
可
分
な
る

こ
と
を
身

を
も

っ
て
感

じ
と
り
、

一
層

『
荘
子
』

に
関
心
を
深
め
て

い

っ
た

一2一



こ
と
と
推
察

さ
れ
る
。

翌

元
禄

五
年

(
一
六
九

二
)

二
十

八
歳

の
春
、

彼

は
奥

羽

に
旅
行

し
、

五
月
出
羽

で

『
葛

の
松
原
』

を
著

し
た

が
、
そ

の
中

に
は
東
下
以
後

の

『
荘
子
』
学
習

の
あ

と
が
あ
き
ら

か
で
、

『
荘
子
』

に
拠

っ
た
言
説
が

三
ヵ
所

も
指
摘

さ
れ

る
。
ま
ず
、

こ
の
書

の
冒

頭

の
書

き
出
し

に
は
、
次

の
よ
う

に
し
る
さ
れ

て
い
る
。

ヲ
キ

ナ

芭

蕉

庵

の
奥

、
一
日
嗜

-
焉

ト
シ
テ
う

れ

ふ
。

日
ク
、

風
雅

の
世

に
行

ハ
れ

た

る
、

た

と

へ
ば

片

雲

の
風

に
臨

め

る
が

ご

と

し

。

一
-
回

は

皇

狗

と

な

り

、

一
ー
回
は
白

衣

と
な

っ
て
、

共

に
と

父
ま
れ

る
処

を

し

ら
ず

。

か
な

ら
ず

中

間

の

一
理

あ

る

べ

し

と

て
、

春

を
武

江

の

　
マ
マ
　

北

に
閉
給

へ
ば
、

雨
静

に
し
て
鳩

の
声

ふ

か
く
、
風

や
は
ら

か
に
し
て
花

の
落

る
事

お
そ

し
。
弥

生
も
名
残

お

し

き
比

に

や

あ

り

け

む
、
蛙

の
水

に
落

る
音
し
バ
〈

な

ら
ね
ば
、

言
外

の
風
情

こ
の
筋

に
う

か
び
て

「
蛙
飛
び

こ
む
水

の
音
」

と
い

へ
る
七
五
は
得

玉

へ

(
マ

マ
)

(
マ

マ
)

り
け

り
。

晋

子

が

傍

に
侍

り

て
、

「
山

吹

」

と

い

ふ
五
文

字

を

か
ふ

む

ら

し

め
む

か
と
、

を

よ
づ

け

侍

る

に
、

唯

「
古

池
」

と

は

さ
だ

ナ
る

ゴ

ま

り

ぬ
。

文

中

の

「
略
-
焉

ト
シ
テ
」
は
、

『
荘

子
』

「
斉

物

論
」

冒

頭

の

タ
グ

イ
ヲ

つ
く
ゑ

よ

南

郭

子

恭

、

隠

レ
几

二
而

座

、

仰

レ
天

ヲ
而

嘘

ス
。

略

焉

ト
シ
一ア
似

・
喪

弦

ル
ニ
其

.
綱

一
。

(
南

郭

子

恭

、

几

に
隠

り

て

坐

し

、

天

を

仰

い

で

う

し
な

嘘

す

。
略

焉

と

し

て
共

の
綱

を
喪

へ
る

に
似

た
り

。
)

の
な

か

の
語

に
拠

っ
て
い
る
。

そ

う

し

て
、

単

に
語

句

を

取

り
来

っ
た

だ

け

で
な

く

、

一
文

の
書

き

出

し
を

「
斉

物

論
」

の
そ

れ

の

ス
タ

　

　

イ

ル
に
い
倣

い
、

ま
た
芭
蕉
を
南
郭
子
棊

に
な
ぞ

ら
え

て

「
武
江

の
北

に
閉
給

へ
ぽ
…
…
」

と
言

っ
て

い
る
の
で
あ

る

(
傍
点
筆
者

、
以

下
同
じ
)
。
林
註

に
、

「
略
焉
」

は

「
無
心

の
貌
な
り
」

と
注

さ
れ
、

「
衷

コ
其

,
綱

弓
」

は

「
人

皆
物
我
を
以

て
対

立
す
。

此

は
之
を
忘

　

る
る
な
り
。
」
と
説

か
れ
て

い
る
。

南
郭

子
恭

は
、
略
焉
と
し
て
其

の
綱

を
忘
れ
た
状
態

に
つ
き
、
顔

成
子
游

の
問

い
に
答
え

て
天
籟

を

　

説

く

の
で
あ

る
が
、

そ
の
讐
諭

に
倣

っ
て
、
師

の
芭
蕉
が
武
江

の
北

の
草
庵

に
略
焉

と
し

て
物

我

の
対
立
を
忘

れ
た
境
地

に
ひ
た

っ
て

い

支

考

と

「荘

子
」

一3一



人

文

研

究

第
三
十

一
輯

て
古
池

の
句
を
得
た
と

い
う

の
で
あ

る
。

そ
し
て
、
南
郭
子
恭
が
顔
成
子
游

に

「
汝

は
人
籟
地
籟
を
聞
け
ど
も
未

だ
天
籟

を
聞

か
ず
。
」

と

い

っ
て
、
天
籟

を
説

く

の
に
対

し
、
芭
蕉

は
其
角

の

「
山
吹

と
い
ふ
五
文
字

を

か
ふ
む
ら

し
め
む

か
、
」

と

い
う

こ
と
ば

を
超

え

て
、

　

　

コ

　

　
る

　

「
唯

古

池

と
な

し
玉

」

う

た

と
言

い
、

さ

ら

に
そ

の

「
心

こ
そ

浅

か
ら

ね
」

と
力

説

し

て

い
る
。

　
　
　

古
池

の
句

は
正
風
開

眼

の
作

で
あ

る
と
後

に
支
考

は
説
き
始

め
る

の
で
あ
る
が
、

(
『
俳
譜
十
論
』
第

一
、
俳
譜

ノ
伝
)
、
す

で
に
元
禄

五
年

に

『
葛

の
松
原
』

の
冒

頭

で
天
籟

の
警
諭

に
な
ぞ
ら
え

て
右

の
よ
う

に
説

い
て

い
る

の
で
あ
る
。
芭
蕉
門
下

に
入

っ
た
当
初
、
支
考

が
師

の
作
風
と

『
荘
子
』

と

の
内
面
的
な

つ
な
が
り
が

い
か
に
深

い
か
を
体
験
し
た
証
左

を

こ
こ
に
認

め
る

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

第

二

に
、
其
角

の
句
、

蚊
柱

に
夢

の
浮

は
し
か

玉
る
也

に
対

し
て
、

　
　

　

夢

と
も

な

く
、

う

つ
瓦

と
も

な

き

無

心
所

着

の
観

想

、

か
ば

し

ら

の
ご

と
き

物

あ

ら

ぽ

、

千

載

の
荘

子

を

ま

つ
と

い

へ
る
な

ら

む
。

と

批

評

し

て

い
る
が

、

こ
れ

は

「
斉

物

論
」

の
夢

中

に
夢

を
占

う

の
讐

諭

に
条

に
拠

っ
て

い

る
。

ア
シ

タ

ニ

ア

ニ

ア
タ

ツ
テ

夢

二
飲

・
酒

ヲ
者

ノ
ハ
、

旦

而

巽

泣

ス
。

夢

二
実

泣

者

ノ
、

旦

而

田
猟

ス
。

方

二
其

ノ
夢

.～
也

、

不

レ
知

二
其

ノ
夢

↓
ル
。
ト
ヲ
也

。

夢

ノ
之

中

ニ
シ
テ
、

叉
喜

其
・
夢

薦

。
惣
.
耐
後

・
釦

其
・
琴

・
・
ヲ
也
。

且
・
套

大

二
裳

ト
而
養

・
鼻

此

・
其

・
大
奪

・
;

也
。

而
・
愚
な

郎

以

キ

ミ
ト

シ

ボ

ク
ト

ス

ィ

ヤ

シ
イ

ヵ
ナ

為

ラ
ク
覚

タ
叩
ト
。

霧

々
然

ト
シ
一ア
知

ゆ
之

ヲ
。

君

乎

、

牧

乎

。

固

哉

。

丘

ト
也

、

与

・
汝

皆

夢

ナ
リ
也

。

予

謂

コ
モ
汝

ヲ
夢

一
、

亦

夢

ナ
リ
也

。

是

レ
、

テ
ウ
キ

ト

ク

コ
ト

ヲ

其

ノ
言

也

。

其

ノ
名

ヲ
為

コ
弔

誰

↓
。

萬

世

ノ
之

後

ニ
シ
一ア
、

而

.ア
一
ピ
遇

」
大

聖

巴
知

コ
其

ノ
解

一

者

ノ
、

是

レ
旦

暮

二
遇

"
ナ
リ
之

二
也

。

(
夢

に

酒

を

あ
し
た

あ
た

飲

む
者

は
旦

に
突
泣

す
。
夢

に
実
泣

す

る
者

は
旦
に
田
猟
す
。
其

の
夢

み
る
に
方

っ
て
や
、
其

の
夢
な

る
こ
と
を
知
ら
ざ

る
な

り
。
夢

し
か

の
中

に
し
て
又
其

の
夢

を
占

ふ
。
覚

め
て
而

る
後

に
其

の
夢

な
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
且

つ
大

い
に
覚

む
る

こ
と
有

っ
て
而

し
て
後

に

一4一
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こ
れ
そ
れ

お
も

へ

し
も
ぺ

此

其

の
大

夢

な

る

こ
と
を

知

る

。
而

る

を
愚

者

は
自

ら

以
為

ら
く

覚

た
り

と
。
窺

々
然

と

し

て
之

を

知

る
と

な

し

て

、
君

と

し
、

牧

と
す

。

い
や固

し

い
か
な
。
丘

と
汝
と
皆
夢
な

り
。
予

の
汝

を
夢

と
謂

ふ
も
亦
夢

な
り
。
是
、
其

の
言

や
、
其

の
名
を
弔
誰

と
為
す
。
萬
世

の
後

に

し
て
、

而
し

て

一
た
び
大

聖

に
遇

ひ
て
、
其

の
ふ
し
ぎ
を
解
く

こ
と
を
知
ら
ん
者
、
是
れ

旦
暮

に
之

に
遇
ふ
な
り
。
)

こ
の
思
想

を

「
無
心
所
着

の
観
想

」
な
ど
と

い

っ
た

の
は
、
林
註

に

「
大

い
に
覚

む
と
は
道
を
見

る

こ
と
な
り
。
禅
家

の
所
謂
大
悟

な

ト

ク

コ
ト

ヲ

り

。
」

と
あ

る

と

こ
ろ

か
ら
思

い

つ

い
た

こ
と

で
あ

ろ
う

。

「
萬

世

ノ
之

後

ニ
シ
一ア
、
両

ア
一
ビ
遇

コ
大

聖

{
、

知

》
其

ノ
解

一

者

ノ
、

是

レ
旦
暮

二
遇

"
ナ
リ
之

二
也

。
」

は
や

や

わ
か

り

に
く

い
表

現

で
あ

る
が

、

支

考

は

こ
れ

を

「
千
載

一
聖
」

の
成

語

に
ょ

っ
て

「
千

載

の
荘

子

を

ま

つ
」

と

翻

案

し

た

の
で
あ

る
。

(
こ
れ

に
は

『
顔

氏

家

訓

』

「
慕

賢
」

の
先

例

が

あ

る
。
)

第

三

に
、

集

な

ど

は
、

よ

の

つ
ね

の
文

字

を
用

べ

し

。

い
く

つ
も

文

字

を

お
し

ま
げ

た

る

な

ど
、

ち

り
ぽ

む

る
者

も

い
か

に
く

る

し

か
ら

む

。

ヘ
ビ

な

に
が

し

の
文
集

に
は
、
古
人

の
学

び
ざ

る
文
字

の
形
容
あ

ま
た
侍
る
や
う

に
覚

え
し
か
。
荘

子

の
帯
な
ど

の

尾

に

つ
け

る

心

持

せ

?
酬

り

ヘ
ビ

ム
カ
デ

ヘ
ミ

む

か
で

へ
み

う

ま

の

「
荘

子

の
帯

」

は
、

「
斉

物

論

」

の

「
蜘

且

ハ
甘

四
帯

ヲ
」

(
螂

且

は
帯

を

甘

し

と

し
)

か
ら
「
帯
」
の
字

を
引

用

し

た
も

の
で
あ

る
。

そ

ヘ
ビ

し
て

「
荘
子

の
帯

な
ど

の
尾

に

つ
け

る
」

と

い
う

の
は
、
「
駅

尾

に
付
す
」
(
『
史
記
』
、
伯
夷

伝
)

の
も
じ
り
で
あ
る
。

「
よ

の
つ
ね

の
文

字

を
用
」

い
ず
、

「
い
く

つ
も
文
字

を
お
し
ま
げ
」
、

「
古
人

の
学
び
ざ

る
文
字

の

形
容
あ

ま
た
侍

る
や
う

に
覚

え
」

た

其

の
文
集
が
、

『
荘
子
』

の
奇
文

の
悪

し
き
模
倣

の
よ
う

に
感
じ
ら
れ

た
、

と

い
う

こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
端

な
く
も
支
考

は
自

ら

の

『
荘

子
』

観

を
告
白
し
て
し
ま

っ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、

右

に
述

べ
て

い
る

こ
と
ば

を
裏
が

え
せ
ば
、

支
考
が
当
時

『
荘
子
』
を
、

「
よ

の
つ
ね

の
文
字

を
用
」

い
ず
、

「
い
く

つ
も
文
字

を
お
し
ま
げ
」
、
「
古
人

の
学
び
ざ

る
文
字

の
形
容

あ
ま
た
侍

る
」
書

と
見

て

い
た

支

考

と

「
荘

子
」
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人

文

研

究

第
三
十

一
輯

こ
と
を

物

語

る

も

の

に
な

る
。

四

書

ぐ

ら

い

し

か
読

ん

で

い
な

い
者

に

は
、

た

し

か

に

『
荘

子

』

の
文

字

・
語

彙

・
措

辞

・
表

現

は

「
よ

の

つ
ね
」

で
な

く
、

豊
富

多

様

で
、

読

解

に

「
く

る
し
」

く

感

じ

な

い

で

は
す

ま

さ
れ

な

い
も

の
で
あ

る
が
、

学

習

を
積

み
重

ね

れ
ば

語

彙

の
豊

富

、

表

現

。
措

辞

の
奇

絶

さ

に
感

心

こ
そ

す

れ
、

こ

の
よ
う

な

非
難

め

い
た
感

想

は

口

か
ら

出

な

い
は
ず

で
る

。

こ
れ

に
よ

っ
て

み

れ
ば

、

支

考

は

『
葛

の
松

原
』

執

筆

当

時

は
、

『
荘

子
』

を
学

ん

で

は

い
る
が

、

ま

だ
十

分

に
読

み

こ
な

し
得

て

い
な

か

っ
た

こ
と

が

わ

か
る

。

『
葛

の
松

原
』

中

の
ほ

か

の
二
例

を
見

て
も
、

い
ず

れ

も

「
斉

物

論
」

に
拠

っ
て

お

り
、

つ
ま

り

『
荘

子

』

を

そ

の
辺

ま

で

し

か
読

ん

で

い
な

か

っ
た

こ
と

を
想

見

せ

し

め

る
。

俊
年

、

「
陳

情

表
」

(
『
本

朝

文

選

』

所

収

)

で
、

「
中
-
比

は
翰
-
窓

に
灯

を
と

っ
て
、

　

　

ハ
チ

マ
ド

孔

・
老

の
腸

を

見

む

と

せ
し

も
、

を

の
れ

が
智

を

た

の
み
、

物

の
理

に

た
ど

り

て
、

た

ゴ
春

の
蜂

の
、

窓

に
ま

ど

へ
る

た

と

へ
に
ぞ

侍

り

　
　
　

け

る
」

と

い

っ
て
い
る
が
、
蕉
門

に
入

っ
て

か
ら
も

『
荘
子
』

の
学
習

は
、
そ
う
容
易

に
は
進

め
ら
れ
な

か

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

『
葛

の
松
原
』
を
著
述

し
て
か
ら
二
年

経

っ
た
元
禄

七
年

(
一
六
九
四
)
閏
五
月
、
最
後

の
旅

に
西
上

し
た
芭
蕉

を
迎
え
て
、
支
考

は

七
、
八

の
ニ

ヵ
月
間
を
除

い
て
、
始
終
師

の
身
辺

に
随
従

し
て
あ
る

い
た
。
上
方
各
地

で
の
、
芭
蕉

の

「
軽

み
」

の
作
風

を
説
く

こ
と
は

異

常
な

ま
で
に
熱
が

入

っ
て
い
た
か
ら
、
支
考

も

「
軽

み
」

が

い
か
な
る
も

の
で
あ

る
か
に

つ
い
て
は
、
自

ら
も
教
え
ら
れ
も
し
た

こ
と

で
あ

ろ
う
。
ま
た
師
が
京
師

・
湖
南

・
伊
賀

・
大
阪

等

の
諸
門

弟

に
教
え
、
指
導
す

る
場
面

に
も
し
ぼ

し
ば

一
座

し
て
い
る
。

こ
の
間

に

支

考
が

一
座

し
て
芭
蕉

の
さ
ば
き

を
受
け

た
連
句
作

品
は
、
歌
仙
十
巻
、

五
十
韻

一
巻

、
半
歌
仙

二
巻
、

十
三
句

一
折
、
計
十
四

の
多

き

に
達

し
て

い
る
。
芭
蕉

は
晩
年

「
軽

み
」

の
作
風

の
指
導

に
際

し
て
は
、

『
荘
子
』

と

の
関
連

を
あ

ら
わ

に
は
語

ら
な

か

っ
た
よ
う

で
あ

(
8

》

(
9

)

る
が
、

し
か
し
、
た
と
え
ば

こ
の
時

の
教
説

で
は
、
「
胸
次

の
理
屈

を
は
な

る
」
、

「
俳
譜

は
無
分
別

の
と

こ
ろ

に
あ
り
て
理
屈

な

し
」
な

ど

と

『
続

五
論
』

(
元
禄
十

二
年
刊
)

に
見
え

る
と
こ
ろ
か
ら
、
忘
我
無
心

の
句
境
が

「
理
屈

を
は
な
れ

る
」

「
無
分

別

の
と

こ
ろ
に
あ

り
」

と
示
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た

「
理
を
は
な
れ
る
」
、

「
無
分
別

の
と

こ
ろ

に
句
作
す

る
」

は
、

江
戸
蕉
門

の
杉
風

や
野
坂

に
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「
軽

み
」

の
指
導

を
す

る
際

に
教

え
た

こ
と
ば

で
あ

る
か
ら
、
同
じ

こ
と
ば

で
支
考

を

は
じ

め
上
方

の
蕉
門
諸
門

弟
も
教
え
た
と
見

る

こ

と
が

で
き
る

の
で
あ

る
。

『
続
五
論
』

で
は
、

理
屈
を

は
な
れ

る

こ
と

に
非
常

に
力
を
入
れ
て
論
じ
て
い
る
か
ら
、

少
な
く
と
も

こ
の
頃
ま

で
支
考
が
軽

み

の
教

説

に
忠

実
熱

心

で
あ

っ
た
こ
と
が
う

か
が

わ
れ
る
。

こ
れ

は
、
元
禄

七
年

の
閏
五
月

か
ら
十
月

ま
で
芭
蕉

の

「
軽

み
」

の
作
風

と
思
想

に

よ

っ
て
深
く
教

え
ら
れ
薫
染

さ
れ
た

こ
と

に
ょ
る
も

の
で
あ
る
が
、

そ
れ

に
よ

っ
て
彼

は

「
軽

み
」

の
作
風

に
お

い
て
門

弟
中
、
最
高

の

レ
ベ

ル
に
ま

で
到
達

し
得

た
も

の
の

一
人

と
な

っ
た
。

そ
し
て
芭
蕉
没
後

も
そ

の
遺
教

を
奉
じ
、

『
笈

日
記
』

・
『
臭
日
記
』

等

に

「
軽

み
」

の
作
者

と
し

て
の
存
在

を
あ
ら
わ
し
た
。

「
俳
譜

は
無
分
別

の
と

こ
ろ
に
あ

り
て
理
屈
な
し
」

の
教
え
も
、

『
続
五
論
』

か
ら
さ
ら

に

『
二
十
五
箇
条
』

(
「
言
語

の
道
理

に
落
」
ち
な

い
、

「
は

い
か
い
に
不
伝

の
妙
所
」
を
説
く
)
、
『
十

論
』
(
「
我
家

の
俳
譜

は
無
分
別

の

所

に
あ
り
。」

〔
第

三
、
俳

譜
ノ
徳

〕
)

に
持
ち
続
け
ら
れ

て
、
支
考
俳

論

の
よ
き

一
面
を
形
成

し
て
い

っ
た
。

二

 

宝
永

二
年

(
一
七
〇
五
、
支
考
四
十

一
歳
)
、
許

六
編

の

『
本
朝
文

選
』
が
成

っ
た
が
、

作
者

は
芭
蕉

を

は
じ

め

二
十
九
人

で
、
作

品

は
百
十

六
篇
収

め
ら
れ
て

い
る
。
支
考

は
、

そ

の
な

か
で
許

六
の
三
十

二
篇
、
芭
蕉

の
十

六
篇

に
次
ぎ
十

三
篇

の
多
き
を
採
ら
れ
、
文

章

家

と
し
て

の
力
量
を
も
示

し
て
い
る
。

こ
の
十

三
篇

の
う
ち
に
は
、

『
荘
子
』

に
関
係

を
持

つ
文
章

が
実

に
六
篇
も
あ

る
。

こ
の
こ
と
は

四

十
歳
前
後

の
時
期

に
、
支
考
が

い
か
に
熱

心

に

『
荘
子
』

を
読

み
始

め
て
い
た
か
を
窺
知

せ
し
め
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

以
下

に
、

そ

の

『
荘
子
』

の
読

み
方
が
ど

の
よ
う
な

も

の
で
あ

っ
た
か
を
作
品

に
つ
い
て
見
て
ゆ

く

こ
と

に
し

ょ
う
。

　
　

カ
ン
サ
ウ

　
　

一
、
む

か

し
は
桑
門

に
挟

を
染

て
、

ほ

の
か

に
祖
仏

の
影

を

し
た
ひ
、

中
比

は
翰
ー
窓

に
灯

を
と

っ
て
、

ふ
か
く
孔
老

の
腸
を
見
む
と

せ

支

考

と

「
荘

子
」
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人

文

研

究

第
三
十

一
輯

ハ
チ

マ
ド

(
0蓋

》

(陳

情
表
)

し
も
、
を

の
れ
が
智

を
た

の
み
、
物

の
理

に
た
ど

り
て
、

た
∫
春

の
蜂

の
、
窓

に
ま
ど

へ
る
た
と

へ
に
ぞ
侍

り
け

る
。

こ
の
文
章

は
、

そ

の
な
か
に

「
今
年

は
老

の
名

に
よ
ぽ

れ

て
、
此
古

里
に
春
を
も
む

か
ふ
る
な

る
べ
し
。
」
と
あ
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

四
十
歳

の
作

で
あ
る

こ
と
が
わ

か
る
。

芭
蕉

の
没

し
た
時

、
支
考

は
三
十
歳

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ

か
ら
十
年
経

っ
た
元
禄

十
七
年

(
一
七

〇
四
)
、
彼

は
改

め
て
自
己

の
来

し
方

を
回
顧

し
て
い
る

の
で
あ

る
。

カ

ン
ソ
ウ

は
じ
め

に
も
考
察

し
た
通

り
、
文

中

の

「
中
ー
比
は
翰
-
窓

に
灯
を

と

っ
て
、

ふ
か
く
孔
老

の
腸

を
見
む
と

せ
し
も
」
と

い
う

こ
と
は
、

当

然

『
荘
子
』

も
そ
れ
と
と
も

に
読

ん
だ

こ
と
を
意
味
す

る
。

こ
の
作

品

で
彼

は

「
幻

住
庵
記
」

を
意
識

の
う
ち

に
置
き

な
が

ら
、
自
己

の
漂
泊

の
俳

諸

に

つ
い
て

の
回
顧
を
記
述

し
て

い
る
が
、

こ
こ
に
彼

が
芭
蕉

入
門
以
前

に

『
荘
子
』
を
学

ん
だ
が
難
解
な

た
め
、

た
だ
惑

う
ば

か
り
で
あ

っ
た

さ
ま
が
明
ら

か
に
さ
れ
、

蕉
門

に
入

っ
て
か
ら
、

芭
蕉

を
通

し
て
は
じ

め
て

高
次
な
意
味
内
容

に
参
入

で
き

た
体

験

が
ま
ざ

ま
ざ

と
語
ら
れ
て

い
る
。

(
二
頁
参
照
)
。
も

ち
ろ
ん
、

『
荘
子
』

も
ま
だ
十
分

に
読

め
て

い
な

か

っ
た
支
考

に
、
芭
蕉
が
造
化

随
順

や
不
易

流
行

・
俳

譜

の
ま

こ
と
等

の
問
題

に
つ
い
て

『
荘
子
』

や
宋
学

の
思
想

を
直
接
引

い
て
語

る
と

い
う

こ
と
は
し
な

か

っ
た
か

も

し
れ
な

い
。

し
か
し
、
俳
諸
文
学

の
根
本
問
題

に
ひ
た
ぶ
る

に
対
決

し
、
解
決

に
い
さ
さ

か
の
妥
協
も
示
す

こ
と

の
な

い
芭
蕉

の
す
が

た

に
接

し
、
そ

の
背
後

に
あ

る
も

の
に
つ
い
て
支
考
が

な

ん
ら
か
感
得

す

る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑

い
な

い
。

『
荘
子
』

　
り

　

の
思
想

に
根
ざ

す

「
語

ら
な

い
表

現

」

に

つ
き
、

　

ハマ
マ
　

尾

の
荷

今
・が

、

「
蔦

の
葉

」

の

一
句

を
評

じ

て
、

「
俳

ー
譜

は

か
く

い
ひ

つ
く
す

ま

じ

き

を
」

と

申

さ

れ

し

に
、

さ

は
と

む
つ

か
し
き

夢

　
　

ソ

の
さ
め
た
る
心
地
ぞ

せ
ら

る
。

と

い
う

こ
と
が
あ

っ
た
と

「
陳
情
表
」

に
い

っ
て
い
る
の
は
、
当
時
ど
う

い
う
形

で
高

次

の
問
題
が
、
具
体
的

に
平
易

に
語
ら
れ
た

か
を
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示
す

適
例

で
あ

ろ
う
。

芭
蕉

と

の
出
合

い
に
よ

っ
て
、
支
考

は
俳
譜
文

学

の
本
質

に

つ
き
開
眼

し
、
『
荘
子
』

の
真
義

へ
悟

入
す

る
と

こ

ろ
が

あ

っ
た

の
で
あ

る
。

造
化
随
順

の
思
想
な
ど
も
、
「
四
時
を
友
と
す
。
見

る
処
、
花

に
あ

ら
ず

と
い
ふ
事
な

し
、

お
も

ふ
所
月

に
あ

ら
ず

と

い
ふ
事
な

し
。
」
「
松

の
事

は
松

に
習

へ
。
」
と

い
う
在
り
方

を
通

し
て
教
え
ら
れ
て

い
る
。
「
陳
情
表
」

の
文

末

は
、

(
13

)

た
だ
俳
譜

に
命

を
か
ふ
べ
く

と
も
、
四
時

の
変
化

に
私
な

か
ら

ん
こ
と
を
。

と

い
う
祈
願

の
こ
と
ば
で
結
ば

れ
て

い
る
が
、
造
化

に
随

順
し
私
意

を
離

れ
よ

の
教
説

は
、

こ
の
よ
う
な
形

で
支
考

に
受
け

と
め
ら
れ
、

持

ち
続
け
ら
れ

た
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
芭
蕉
文

学

の
理
念

は
、
具
体
的
な
生
き
方
、
考

え
方
、
作
句
法

を
通

し

て
教

え
ら
れ
、
俳
諸

の
本
質

は
支
考

に
も

直
接
的

に
把
握
さ
れ

た
。
そ

こ
か
ら
当

然
芭
蕉

の
文

学
遺
産

の
正
し
き
継
承
が
な
さ
れ
た
。

『
笈

日
記
』
(
元
禄

八
年
刊
)

・
『
臭
日
記
』

(
元
禄

十

一
年

刊
)
な
ど

に
見

ら
れ
る
俳
譜

へ
の
正

し
き
姿
勢

に
も

そ
れ
が
反
映

さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、

一
方
、

芭
蕉

か
ら
十
年
と

い
う
歳
月

の
隔

り
を
持

つ
に
至

っ
て
、
支
考

は
、
次
第

に
彼

自
身

の
考
え
方

に
よ

っ
て

『
荘
子
』

と

の
か
か
わ
り
を
常

識
化
、

一
面
化

し
、
歪
曲

し
て
き
て

い
る
。

『
泉
日
記
』

に
お
け

る
不
易

流
行
説

の
俗
化

に
、
す

で
に
そ

の
傾
向
が

見

ら
れ

た

の
で
あ

っ
た
が

、
さ
ら

に

『
本
朝
文

選
』

所
収

の
作

品

に
な
る
と
、

そ
れ
は
明
瞭

な
形

と
な

っ
て
表
わ
れ

て
く

る
。

次

に
そ

の

事

に

つ
き
考
察

し
て

い
っ
て
み
よ
う
。

二
、
凡
文

章

は
、
周
孔
の
心
を
伝

へ
、

荘
孟

の
筆

に
鼓
舞

せ
ら
れ
て
、

和
漢

に
心
を

つ
た
ふ
れ
ど
も
、

姿

を
伝
ふ
る
も

の
は
、

又
ま
れ

　
け
　

也
。

(
本
朝
文
選
序
)

こ
こ
で
は
、
支
考

は
林
註

に
影
響

さ
れ
て
、

『
荘
子
』

を
筆
端
鼓
舞

の
書

で
あ

る
と
み
な

し
、

又

『
孟
子
』

の

『
論
語
』

に
お
け

る
ご

と
く
、
『
荘

子
』

は

『
老
子
』

を
祖
述
す

る
も

の
で
あ

る
と
す
る
俗
流

の
見
解

に
与

す

る
よ
う

に
な

っ
て
き
て

い
る

こ
と
を
示

し
て
い
る
。

支

考

と

『
荘

子
』
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三
、

世

に
あ

そ

ぶ

人
あ

り

て
、

綾
-
羅

i
錦
ー
繍

に

た

の
し

ぶ
時

は
、

楽

つ
き

て
後

、

た

の
し

む

も

の
な

し
。

山
-
林

樹
下

に
あ

そ

ぶ

も

の

は
、

心

に

み
た
ざ

れ
ぽ

、

世

に
う

ら

や
む

か
た

も
出

き

ぬ

べ
し
。

此

ふ
た

つ

の
さ

か

ひ

に
居

ら
ざ

る
も

の
を
、

心

に
天

遊

あ

り
と

そ
、

む

か

し

の
人

も

い

へ
り
け

る
。

さ

れ

ば

柳
ー
後

ー
園

の
何

が

し
、

三
-
四

の
友
-
達

あ

り

て

、

あ

そ

ぶ
事

日
あ

ら
ず
。

額

に

は
閑

の

丁

字

を

題

し

て
、

し
つ

か
な

ら

ぬ
時

は
横

に
な

し
、

や

か

ま

し
き
時

は
さ

か
さ

ま

に
置

て
、

そ

の
時

の
心

に
随

ひ
行

ば

、

大

-
小

の
額

見

る

心

に
や
侍

り
け

む
。

此
-
日
東

ー
花
-
坊

も
、

此

ー
中

に
あ

そ

び

て
、

人
1
々
酒

の
ま

む

と
催

し

た

る

に
、

心

に
物

を

と

め
、

口

に
余

情

を

ー

(マ
マ
)

ー

い

ふ
人
な

ら
ば

、
罰

は
金
谷

の
酒
も

お

し

か
ら

む
、

俳

諾

に
案

じ

入

た

る
時

は
、

こ
よ

り

と

い
ふ
も

の

し

て
、

く

さ

め

さ

せ
む

と

そ

た

(
15

)

は
ぶ
れ
け

る
。

(宴

読

柳
-
後
-
園

唱
序
)

「
心

に
天
遊
あ

り
」

と
い
う

の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
遭
遙
遊

の
愛

地

に

つ
い
て
林
希
逸

の
注
解
す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
こ
で
支
考

は

「
心
の
天
遊
」

と
風
雅

と
を
結

び

つ
け
、

風
狂

の
宴

を

た
の
し
む
情
を

叙

べ
よ
う
と
し
て
い
る
。

も
ち
ろ

ん

直
接

に
李
白

の

「
春
夜

宴

二
桃
李
園

一序
」
に
倣

っ
た
表
現

で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
李
白

の
序
が

『
荘
子
』

の
思
想

の
影
響

を
深
く
受
け

て
い
る

こ
と
は
周
知

の
こ

と
で
あ
り
、
支
考
も
勿
論
そ
れ
を
承

知

の
上
で
模

倣

し
て
い
る

の
で
あ

る
。

「
心

に
天
遊

あ
り
」

と

い
う

こ
と
ぽ

が
、
林
註

と
李
白
序
と

の
二
重

の
つ
な
が

り

の
上
に
立

っ
て
、

極
め
て
自
然

に
こ
こ
に
据

え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
俳

譜

に
さ

え
と
ら
わ
れ
な

い
放
恣

な
風
狂

さ
わ

ぎ

に

「
心

の
天
遊
」

を
持

っ
て
来

た
の
は
、
支
考

の
思

い
上
り

で
あ

る
が

(
芭
蕉

は

「
心

の
天
遊
」

な
ど
と

い
う

こ
と
ば

を
直
接
述

べ
た

こ
と
は
な

い
。
)
そ
れ

は
林
註

の
筆
端
鼓
舞
説
を
あ
ま
り
そ

の
ま
ま

に
安
易

に
受
け

と
り
す
ぎ

た
と

こ
ろ

か
ら
来

て

い
る
で
あ
ろ

う
。

な

お
、
文

中
、「
閑
」

を
と
う
と

ぶ

こ
と
を
よ
し
と
す

る
の
も
老
荘
的
境

地

か
ら

い

っ
て

い
る

こ
と
で
あ

る
。

ヲ

ケ
イ

ト

ウ

ワ
ザ

四

、

牧
ー
童

は
、

も

と

小
ー
松

の
素
ー
生

に
し

て
、
賀

の
金

-
城

に
居

る
事

ひ

さ

し
。

家

は
硯

i
刀

の
業

を

も

て
、

よ

の
た

つ
き

と

は
な

せ
り

ケ
イ

ト
ウ

け

り
。

…

…
時

に
居

-
眠

り

を

も

て
、

生
ー
涯

の
得

-
物

と

せ
り
。

…

…

硯
ー
刀

の

わ
ざ

の
み

い
と

き

ょ

げ

な

り
。

か
く

す

る
ど

な

る
物
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の
中

に
も
、

か
の
居
-
眠

り
の
さ
む
ま
じ
く
は
、
物

と
我

と
わ
す

れ
た
り
と
や

い
ふ
べ
き
。

物
其
我

を
や
忘

れ
け
む
。

我
其
物

を
や
わ

ケ

ン

　い

　

す

れ

剣
。

ね

ぶ

る

に
時
も

な

く
、

さ

む

る

に
又
時

も

な

し
。

(
牧

ー
童

ガ
伝
)

牧

童

の

「
居

ー
眠

り
を
も

て
、

生
-
涯

の
得

-
物

と

せ
り
。
」

「
ね

ぶ

る

に
時

も

な

く
、

さ
む

る

に
叉
時

も

な

し
。
」

と

い
う

こ
と

を

よ

し

と
す

る

の

は
、

勿

論

大
樗

の
下

に
遣

遙

乎

と

し

て
寝

臥

し

(
適

遙

遊

)
、
夢

に
胡

蝶

と
な

っ
て
栩

栩

然

と

飛

び
遊

ぶ

こ
と
を

説

く

『
荘
子

』

の
思

想

に
共

鳴

し

て

の

こ
と

で
あ

る
。

又
、

夢

幻

・
生

死

を

一
如

の
も

の
と
見

る

『
荘

子

』

、

こ
と

に

「
斉

物

論
」

の
立

場

を

自

己

の
立

場

と

し

て

い
る
も

の
で
あ

る
。

次

に

「
物

我

」

の
対

立

を

「
忘

る
」

と

い
う

の
は
、

「
斉

物

物

」

の
冒

頭

に
お

い
て
林

註

に
詳

し
く
説

か

れ

て

い
る
思

想

で
あ

る
。

す

で

に

こ
れ

に

つ
い
て

は

『
葛

の
松

葉
』

の

「
塔

焉
」

の
語

に

つ

い
て
見

て
来

た

と

こ
ろ

で
あ

る

か
ら

重

ね

て

述

べ
る

こ
と

は
省
略

す

る
。

(
三
頁

参

照
)

ナ
ク

ナ
カ
ダ
チ

五
、

は

い

か

い

は
人

の
心

を

や

は

ら
げ

て
、
花

に
暗

-
鳥

の
、

花

な

ら
ず

し

て

か
う

ば

し
と

い

へ
る
。

…

…
世

の

ま
じ

は
り

の

媒

と

な

ら

セ

キ

レ
イ

　り

　

ぽ

、
彼

鶴
-
鵠

の

は
ら
か

ら

も
、

な

ど

や

一
ー
巣

の
よ

し

み
な

か

ら

ん
。

(
牧
童

ガ
伝

)

ナ
カ
ダ
チ

こ
れ

も

「
牧
童

ガ
伝

」

の

う

ち

の

一
節

で
あ

る
が

、

こ

こ
に

は

「
は

い

か

い
は
人

の
心

を

や

は
ら
げ

て
、

…

…
世

の
ま
じ

は
り

の

媒

と

な

る
」

と

い
う

支
考

の
俳

譜
観

が
述

べ
ら

れ

て

い

る
。

そ

う

し
て
、

「
世

の
ま
じ

は
り

の
媒

と
な

ら
ぽ

、
彼

鵤
ー
鵠

の
は
ら

か
ら

も
、

な

ど

や

一
巣

の

よ

し

み
な

か
ら

ん
」

は
、

後

に

『
十

論

』

に
、

「
俳

諸

は

よ

し
儒

仏

を

や

は
ら

げ

て
、
今

は
詩
歌

の
媒

と

い
ふ

べ

し
。

ち

は
や

ぶ

る
我

朝

に

は
、

▲
天

の
浮
ー
橋

に
此

心

を

伝

へ
て
、

伊

癸

諾

・
伊

莫

冊

の
鶴

鵠

の
喩

よ

り
、

…

…
虚
実

の
間

に
道

を

ひ

ろ

め
む

と

て
、
…

…

▲
解
、

鶴

鴇

ノ
故
事

ハ
日
本

書
紀

二
出

タ
リ
。
」

と
説

い
て

い
る

の
に
よ

っ
て
、

意

味

が

解

明

さ
れ

る
。

こ

こ

に
と
く

に

コ

巣

の
」

と

い

う

こ
と
ば

が
挿

入

さ

れ
た

の
は
、

い
う

ま

で
も

な

く
、

『
荘

子
』

の
鯖

鵬

一
枝

の
巣

の
讐

諭

に
拠

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
も
、

「
花

に

ナ

ク

　

　

　

　

　

暗

鳥
-
鶴

鵠
-

一
巣
」
と
鳥

の
縁
語
関
係

に
よ

っ
て
嵌

入
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

意

味

内

容

の
上

で
、

こ
こ
で
す

で
に

「
虚

実
」
説

支

考

と

「荘

子
」

一11一



人

文

研

究

第
三
十

一
輯

に
ょ

っ
て

『
荘

子

』

寓

言

論

に

か
か

わ

っ
て

い
る
が

、
さ

ら

に
表

現

の
お

も

し

ろ

さ

を
狙

っ
て
、
こ

の
よ

う

に
舞

文

し
た

も

の

で
あ

る
。
つ

ま

り

『
荘
子

』

に
対

す

る
考

え
方

の
上

で

の
関

係

を
求

め

る

と
す

れ
ば

、

林

註

の
表

現

鼓

舞

説

に
繋

っ
て

い
る

と
見

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

六
、

し

か
る

を
鳶

の
無
-
能

に
し

て
、

衣
r
裳

も

お
ろ

そ

か

に
侍

る

は
、

ま

し

て
風

ー
雨

に
も

い
と

は
じ

と
な

ら

ん
。

か

の
荘

-
周

が
夢

に

(
18

)

胡

-
蝶

と

あ

そ

べ
る
、

是

も

む

つ
か

し
と

や

は
お
も

ふ
Q

(
百
ー
鳥

ノ
譜

)

こ
れ

は
鶴

を
仙

家

の
も

の
と

し
、
陶

淵

明

の
風

流

が

あ

る
と
述

べ
、

「
此

も

の
ひ
と

り

は
見

ま

く

お
も

ふ
」

の

に
対

し

て
、

鳶

の
ど

こ

に
も
取

る

と

こ
ろ

の
な

い

の
を

言

い
、

ま

た

こ

の
鶴

が

「
野
草

の
花

、

柴

門

の
月

」

に
遊

ん

で

い
る

す
が

た

に
比

し

て

は
荘

周

胡

蝶

の
夢

ゆ

げ

の
遊
戯

も
わ
ず

ら
わ
し
い
も

の
に
感

じ
ら
れ

る
だ
ろ
う
と

い
う

こ
と
を
い

っ
て

い
る
文
章

で
あ
る
。
鶴

の
風

流
高
逸

の
感

じ
を
ほ
め
て
書

い
た
文
章

で
あ

る
が
、
そ
れ
を
鳶

の

「
無
能
」

や
胡
蝶

の
夢

の
超
脱

よ
り
も
高

し
と

し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、

『
荘
子
』

を
思
想

よ
り
も

こ

と
ば
や
表
現

に
お

い
て
見

よ
う
と
す

る
傾
向

の
出

て
き

て
い
る

こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

セ

キ

ア

ン

ヨ

モ
ギ

フ

ホ

ウ

七
、

か

の
斥

鋪

が
蓬

ー
生

の
宿

は
、

膝

を

い
る

エ
に
過

ぎ

ね
ば

、

大

ー
鵬

の
雲

の
万
ー
里
を

う

ら

や
ま
ず

。

さ

ら
ば

を

の
れ

を

た

の
し
む

の

(
19

)

み
に

し

て
、

か
な

ら
ず

う

ら

や
む
方

に
も

あ

ら
ず

。

(
百
ー
鳥

ノ
譜

)

こ
れ

も

「
百
ー
鳥

ノ
譜

」

中

の

一
節

で
あ

る
が
、

斥

鶴

が

大

鵬

の
万

里

の
図
南

を

う

ら

や

ま
な

い
と

い
う

こ
と

は
、

「
造

遙

遊

」
篇

に
股

の
湯

王

と
棘

と

の
問

答

と

し

て

し
る

さ

れ

て

い
る
。

コ
レ

ナ

リ

湯

ノ
之

問

既
棘

二
是

-
已

。

窮

f
髪

ノ
之

北

二
、

有

訓
冥

ー
海

ト
ィ
・
者

一
、

天

ー
池

ナ
リ
也

。

有

四
魚

焉

。

其

ノ
広

.
卜
数

ー
千

-
里

。

未

曜
有

四
知

㌘
卜

其

,
修

悸

ヲ
者

ナ
リ
。

其

ノ
名

,
為

以
鰻

卜
。

有

四
鳥

焉

。

其

,
名

ヲ
為

麻
鵬

卜
。

脊

若

コ
泰

-
山

づ
、
翼

若

コ
垂

ー
天

ノ
之

雲

り
。

搏

-
扶

」
揺

シ
テ
羊

角

シ
一ア

タ
チ

マ
サ

ニ

イ
ヅ

ク

ニ
カ

而

上
i
者

九

ー
萬

里
。

絶

二
雲

-
気

↓
負

斯
青

天

り
、

然
汐
テ
後

二
図

四
南

ヲ
。

且

レ
適

訪
ン
ト
南

冥

鴫
也

。

斥

ー
鶴

筆

ア
之

日
ク
、

彼

レ
且

、'

輿

適

↓
ン
ト

ス
ギ

レ
〃

ナ
リ

ス

ル

也

。

我

.
騰

-
躍

シ
テ
而

上

ル
,
ト
、

不

・
過

二
数

;
似

鴫
。

而

シ
テ
下

テ
翔

ゴ
翔

ス
蓬

窩

ノ
之

間

イ
。
此

亦

飛

.
ト
ノ
之

至

也

。

而

彼

レ
且

ル
～'蘂

ニ
カ
適

初
ン
ト

一12一



也
。

(
湯

の
棘

に
問

ひ
し
も
是
な

り
。

窮
髪

の
北

に
冥
海

と

い
ふ
も

の
あ
り
。
天
池
な
り
。
魚
有
り
。
其

の
広
き

こ
と
数
千
里
、
未
だ
其

の

な

が

ご
と

修

き

こ
と

を
知

る

こ
と
有

ら
ざ

る

も

の
な

り
。

其

の
名

を
鰻

と
為

す

。

鳥

有

り
。

其

の
名

を
鵬

と
為

す
。

脊

、
泰

山

の
若

し
。

翼

、
垂

天

こ
と

こ
と

ま
さ

の
雲

の
若

し
。
搏
扶
揺

し
て
羊
角

し
て
上
る
老

九
万
里
、
雲
気

を
絶

ち
、
青

天
を
負

て
、
然

し
て
後

に
南

せ
ん

こ
と
を
図

っ
て
、

且

に
南

ゆ

ま
さ

い
つ
く

ゆ

冥

に
適

か
ん
と
す
。
斥
鵬
笑

っ
て
曰
く
、
「
彼

且

に
契

に
か
適

か

ん
と
す
る
。
我
、
騰
躍

し
て
上
る
こ
と
数
似

に
過
ぎ
ず

。
而

し
て
下

っ

ま

さ

い
つ
く

ゆ

て
蓬
蕗

の
間

に
翔
翔
す
。

此
亦
飛
ぶ

こ
と

の
至
れ

る
な
り
。

而
し

て
彼
且

に
奨

に
か
適

か
ん
と
す

る
」

と
。
)

支
考

は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
寓

言

に
拠

っ
た

の
で
あ

る
が
、

「
蓬

生

の
宿

は
、
膝

を

い
る
Σ
に
過
ぎ

ね
ば

…
…
を

の
れ
を
た

の

し
む

の
み

に
し

て
、
」

は
、
斥
鶴

の
寓

言

か
ら
は
直
接

に
は
出

て
来

な

い
。

こ
の
部
分

は
、
鵜
鶉

一
枝

の
寓

言

の
林
註

に
よ

っ
て
書

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
う
し
て
支
考

は
、
斥
鵬

と
鵬
鶴

の
二
寓
言

を
巧

み
に
取

り
あ

わ
せ
て
こ
の

一
文

を
作

り
上
げ

た
。

そ

こ
に
彼

の
狙

い
が
あ

っ
た
わ
け

で
あ

る
。
「
鵜
鶴

一
枝

の
宿

は
、
」

で
は

『
荘
子
』

の
原
文
そ

の
ま
ま

で
お
も
し
ろ
み
が
な

い
と
考
え
た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
斥
鍋
が

蓬
菖

の
間

に
と
び
ま

わ
る

こ
と
を
至
楽

と
し
て
鵬

の
九
万

里
の
図
南

を
羨
ま
な

い
と

い
う

の
は
、

小
知
が
大
知

に
及
ぼ

な

い
こ
と
を
述

べ

る
寓

言

で
あ

る
。
鵜
鵬

の

一
枝

の
巣

は
林
註

に
よ
れ
ば
大
知

の
人
許

由

の
自
足
す

る
と

こ
ろ
を
語
る
寓
言

で
あ

る
。

こ
の
内
容

に
お

い
て

全
く
相
反
す

る
寓
言

を
う
ま
く
取

り
合

わ
せ
て
み
せ
た

の
は
、

『
荘
子
』
寓
言

の
内
容

に
か
ま
わ
ず
、

た
だ
唇

喩

の
巧

み
さ
だ
け

に
着
目

し

て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
来
て

い
る
。

支
考

は
、

こ

こ
で
も
林
註

に
全
く

ひ
き

つ
け
ら
れ
て

し
ま

っ
て

い
た

こ
と
、

そ
し
て
林
註
寓
言
説

に

つ
い
て
も

こ
の
時

点

に
お

い
て
は
道

理

の
面
を
離
れ

て
筆
端
鼓
舞

の
面

に
偏

り
傾

い
て

い

っ
て
い
た
さ
ま
を
示
し
て
い
る
。

以
上

の
、

二
～
七

の
例

か
ら
考
察

す

る
と
、
芭
蕉

か
ら
離
れ
て
十
年
、
支
考
が
彼
自
身

に
よ

っ
て

『
荘
子
』

を
読

ん
だ
と

こ
ろ

か
ら
形

支

考

と

「
荘

子
」

一 燈 一



人

文

研

究

第
三
十

一
輯

成

し
た

『
荘
子
』
観

は
、

著

し
く
林

註
的
色
彩
が
濃
厚

で
、

わ
け

て
も
筆
端
鼓
舞
説

の
影
響

を
深
く

受
け
始
め
て

い
る

こ
と
が

判
明
す

る
。

こ
れ

は
、
彼
が
芭
蕉

の
高
次
、
根

源
的
な

『
荘
子
』

解
釈
か
ら
は
る
か
に
離

れ
隔

っ
て
来

て
い
て
、
林

註
だ
け

に
安
易

に
た
よ

っ
て

い
る
世
間

一
般

の

『
荘

子
』
観

の
影
響

を
受
け
、

次
第

に
そ

こ
に
引
き
も
ど
さ
れ

つ
つ
あ

る
状
態

を
物
語

る
も

の
で
あ

る
。
芭
蕉

の
教
説

は
、
造
化
随
順

に
せ
よ
、
不
易
流
行

に
せ
よ
、

ま
た
語

ら
な

い
表
現

に
せ
よ
、
作
者

の
在

り
方

自
体
、
作
風
そ

の
も

の
と
内
面
的

に
完

全

に
同

化
渾
融

し
て
し
ま

っ
て

い
る
故

に
、
門
弟

間

に
実
際

の
作
句
法

や
境
涯

と
し
て
は
継

承
さ
れ
て

い
て
も
、
そ
れ
と
意

識
さ
れ
な

い
ほ

レ

ど

に
な

っ
て
き

て

お

り
、

知

識

的
、

観

念

的

な

『
荘
子

』

理
解

の
方

は
、

彼

等

の
作

句

や
境

涯

か
ら
背
離

し

て
知

識
、

考

え
方

そ
れ

自

体

と

し
て
動

き

出

す

、

と

い
う

こ
と

に
陥

り
が

ち

に
な

っ
て
ゆ

く

の
で
あ

る
。

こ
う

し
て
、

同

一
の
人
間

に
お

け

る

『
荘

子

』

と

の
か

か

わ

り
が

分

裂

し

て

二
面
的

に
な

っ
て
ゆ

く

こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な

分
裂

し

た

『
荘

子

』

と

の
か

か
わ

り

に
拠

っ
て

ま

と

め

ら

れ

た
支

考

の
俳

譜

論

は
ど

の
よ
う

な
も

の
に
な

っ
た

で
あ

ろ

う

か
。

「
陳
情

表

」

で
、

彼

は
芭

蕉

の
説

と

し

て
次

の
ご

と

く
述

べ

る
。

セ
キ
バ
ク

　

ソ
ジ
キ

翁

の
日

ク
、
俳

ー
諸

と

い
ふ

に
三

ッ
の
品

あ

り
。

寂
-
莫

ハ
そ

の
情

を

い

へ
り
。

女
-
色
美

i
肴

に
あ

そ
び

て
、

鹿

食

の
さ

び

を

た

の

し

コ
モ
キ

み
、

風

ー
流

は
そ

の
す

が

た

を

い

へ
り
。

綾

ー
羅
錦

ー
繍

に
居

て
、

薦

着

た

る
人

を

わ
す

れ

ず
。

風

ー
狂

は
其

言

-
語

を

い

へ
り
。

言
-
語

ー

I

l

l
…

(20
ノ

は
虚

に
居

て
実

を

お

こ
な

ふ
べ

し
。

実

に
居

て
虚

に
あ

そ
ぶ
事

ハ
か

た

し
。

こ

の
説

が

芭

蕉

が
言

っ
た

も

の
で
な

く
、

支
考

自

身

の
考

え
方

を
師

説

に
仮

託

し

て
述

べ

た

も

の
で
あ

ろ

う

と

い
う

こ
と
は

、
前

に
見

た
通

り

で
あ

る

が
、

こ

の
な

か

で

『
荘

子

』

と

の
か

か
わ

り
が

直

接

問

題

に
な

っ
て
く

る

の

は
、

言

-
語

は
虚

に
居

て
実

を

お

こ
な

ふ

べ

し
。

実

に
居

て
虚

に
あ

そ

ぶ
事

ハ
か
た

し
。

と

い
う

と

こ
ろ

で
あ

る
。

俳

譜

の
三

つ

の
品
-

寂

莫

・
風

流

・
風

狂

ー

に

つ
き
、

14



寂

莫
-
情
-

女
色
美
肴

に
あ
そ
び

て
、
鹿
食

の
さ
び
を
た
の
し

み
、

風

流
-
姿
ー

綾
羅
錦
繍

に
居
て
、

薦
着

た
る
人
を
わ
す
れ
ず
。

風

狂
-
言

語
i
虚

に
居
て
実
を

お

こ
な

ふ
べ
し
、
実

に
居

て
虚

に
あ
そ
ぶ
事

ハ
か
た
し
。

と

い
う
、

そ
れ
ぞ

れ
が
厳
密

に
対
応

す
る
論
理
構
成

で
説

い
て
い
る

の
で
あ

る
か
ら
、
「
陳
情

表
」

の
虚
実

の
論
は
、

「
言
語
」

の
あ

り
方

に
岬
つ
い
て
述

べ
て

い
る
の
で
あ

り
、
実
在

論
、
形

而
上
学
的
世
界
観

に
つ
い
て
論
じ

て
い
る

の
で
は
な

い
。
従

っ
て
、

こ
こ
に

「
虚
」
と

い
う

の
は

「
筆
端
鼓
舞

の
表
現
」

の

こ
と

で
あ
り
、
「
実
」

と

い
う

の
は

「
世
情

に
和

し
、
」
「
人
情

に
達
」

す

る

(
続
五
論
)
言
動

を
い

っ

て
。い
る

の
で
あ

る
。
『
二
十

五
箇
条

注
解
』

で
も
、

「
人
道

を
律
義

に
行

ふ
を
実

を
お

こ
な

ふ
と

い
ふ
な
り
」
と

い

っ
て

い
る
か
ら
、

こ
こ

の

「
実
」
が
宇
宙

の
実
在

の
は
た
ら
き

の
あ

ら
わ
れ

で
あ

る

「
現
象
」
を
意
味
す
る
も

の
で
な

い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。

こ
の

「
実
」

の
矛
盾

概
念

と
し
て

の

「
虚
」

は
そ
れ
故

に
宇
宙

の
実

在
と

い
う
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て

い
る

の
で
な
く
、
筆
端
鼓
舞
⊥

言
語
表
現

の
自

在

を
意
味

し
て

い
る

の
で
あ
る
。

そ

の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、

こ
の
時
期

に
書

か
れ
た
支
考

の
文

章
論
や
作
品

で
、
筆

端
鼓
舞

を
説
き
、

舞
文

に
遊

ん
で

い
る

こ
と

(
『
本
朝
文

選
』
序
、

牧
童

ガ
伝
、
宴

読

柳
後

ー
園

く
等

)

に
よ

っ
て
支
考
自
身
が
証
明

し
て

い
る
。

つ
ま
り
、

「
虚

に
居

て
実

を

お

こ
な

ふ
」

は

「
荘
孟

の
筆

に
鼓
舞

せ
ら
れ
て
」
ー

「
周
孔

の
心
を
伝

へ
」
(
『
本
朝
文

選
』
序
)

と
同

一
の
意

味

の
、

異

な
る
表
現

に
す
ぎ

な
い
の
で
あ

る
。

虚
、
実

は
ま
だ

こ
こ
で
は
世
界
観

的
な
明
確

な
意
義
づ

け
は
持

っ
て

い
な

い
。

こ
う
し
て
、

「
陳

情
表
」

に
お
け

る
彼

の
俳

諸
論
は
、

そ

の

『
荘
子
』

と

の
か
か
わ
り
に
お
け

る
分
裂

を
反
映

し
て
、
筆
端
鼓
舞

の
意
識

に
お
い
て

の
み
、

『
荘
子
』

に

つ
な
が

り
を
持

つ
に
す
ぎ

な

い
状

態

に
な

っ
て

い
る
。
造
化
随
順

の
境
涯

は
、
思
想
化

さ
れ

る

こ
と
な
く
、

い
ま
だ
虚
実

論

の
体
系

の
契
機

と
さ

れ
る

に
至

っ
て

い
な

い
。

以
上
、
『
本
朝
文
選
』

に
お
い
て
見

ら
れ
る
、

三
十
代

末

か
ら
四
十
代

初

(
元
禄
末

か
ら
宝
永

の
初
)
に
か
け
て

の
支
考

の

『
荘
子
』

と

支

考

と

「
荘

子
」
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人

文

研

究

第
三
十

一
輯

の
か
か
わ
り
は
、

芭
蕉

か
ら
受

け
た
本
質
的
な

か
か
わ
り
方
-

造
化

随
順

の
生
き
方
1

を

一
応

創
作
活
動

の
上
で
は
継
承

し
て
い
る

が
、

し
か
し
他
面
林
註

の
影
響

を
蒙

っ
て
寓
言

論

の
筆
端
鼓
舞
説

に
引
き

つ
け
ら
れ
、
常

識
的
、
通
俗
的

に
傾

い
て
き
て

お
り
、
そ

こ
に

分
裂
を
生
じ

て
い
る

こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
分
裂

に
よ

っ
て
常
識
化
、

通
俗
化

さ
れ

た
面
を
持

つ
こ
と

に
よ

っ
て
、
『
荘

み

子
』

は
や
が

て
支
考
自
身

に
よ

っ
て
、
そ

の
俳
論
体
系

の
な

か
に
と
り
入
れ
ら
れ

る
こ
と
が
可
能

に
な

っ
て
ゆ
く

の
で
あ

る
。

三

四
十
代

に
入

っ
た
支
考

は
、

ま
す

ま
す
広
く
各
地

に
勢
力
を
拡

張
し
て

い

っ
た
が
、

そ
れ

に
伴

っ
て
俳
諾

の
理
論
面
を
整
備

し
、
確

た

る
理
論
体
系

を
持

つ
必
要

に
迫

ら
れ

て
来

た
。
そ
う

し
た
必
要

か
ら
、
体
系
的
な
俳

譜
書

『
二
十
五
箇
条
』

を
著

述
す

る

こ
と

に
な

る
。

天
理
図
書
館
綿

屋
文

庫
蔵

の
額

田
板

の
本
書

は
、
宝
永

七
年

(
一
七

一
〇
)
五
月
、
支
考

か
ら
吾
仲

に
与

え
た
支
考
自
筆
本

に
よ

っ
て
、

文

化
八
年

(
一
八

一
一
)
成
美
が
自

ら
校
合
を
加
え
た
も

の
で
あ

る
。

こ
の
書

に
よ

っ
て
、
『
二
十

五
箇
条
』

は
、
宝
永

七
年

(
支
考
四

十
六
歳
)
以
前

に
成

っ
た
も

の
で
あ

る

こ
と
が
わ
か
る
。

「
陳
情
表
」
(
『
本

朝
文
選
』
所
収
、
四
十
歳
執
筆

)

の
虚
実
論
を

一
層
整

備
し

て
き

て

い
る

の
で
、

こ
の
書

は
四
十
歳
以
後

の
執
筆

で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
従

っ
て
、
四
十
歳

以
後

四
十

六
歳

ま
で

の
問

に
書

か
れ
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

一

、

『
二
十

五
箇
条
』

で
支
考

は

「
陳
情
表
」

の
虚
実

論
を

一
般
化

し
て
き

て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
虚
実

の
事
」
(
第

三
条
)
条
、

(
21

)

 萬

物

は
虚

に
居

て
変

に
働

く
。

実

に
居

て
虚

に
働

く

べ

か
ら

ず
。

と

述

べ
て

い
る
。

さ

き

に
言

語

(
表

現

)

に

つ
い
て
言

っ
た

こ
と
を

一
般

化

し

て
、

萬

物

の
上

に
ま

で
推

し
及

ぼ

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

こ
れ

を
、

『
二
十

五
箇

条

注

解
』

で

は
、

注

し

て
、
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そ

の
天
道

に
ま
か
せ
し
た
が

ふ
を

「
虚

に
居

て
」

と

い
ひ
、

又
虚
を
躰

と
し
て
人
道
を
律
義

に
行

ふ
を

「
実
を

お
こ
な

ふ
」

と

い
ふ

(
22

》

な

り
。

と
説

い
て

い
る
。

『
二
十

五

箇
条

』

の
「
虚
実

の
事

」

で

は
、

ま

た

(
21

)

実

に
実

あ

る
を
仁
義
礼
智

と
云
。

と

い

っ
て

い
る

か
ら
、

「
実

を
お

こ
な

ふ
」

に

つ
い
て
の

『
二
十

五
箇

条
注
解
』

は
本
文

の
意
味
を
誤
り
な
く
解
説

し
て
い
る
と

い
う
べ

き

で
あ

る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「
虚

に
居

て
」

は
、

「
変

に
働
く

ー
実

を
お

こ
な

ふ
」

の
矛
盾

概
念

と
し
て
で
は
な
く
、
後
者

の
先
行
条

件

と
し
て
述

べ
ら
れ
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
「
陳
情

表
」

に
お
け

る
場
合

と
は
意

味
を
変
換

さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味

で
、
「
虚

に
居

て
」
「
実

を
お

こ
な
ふ
」
す

な
わ
ち

「
天
道

に
ま

か
せ
し
た
が
」

ひ
て

「
虚

(
天
道
)
を
体

と
し
て
人
道
を
律
気

に
行

ふ
」

こ
と
の
根
拠

は

こ
こ
に
し
ぼ

ら
く
虚

に
居

て
実

を
行

ふ
と

い
ひ
、

虚

は
大
な

り
、

実

は
小
也

と

い

へ
ど

も
、

元
来
虚
も
虚
な
ら
ず
、

実
も
実
な
ら

　　

　

ず
、

則

虚

実

は

一
体

な

り
。

(
二
十

五
箇

条

解

注

)

と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

こ

の
よ

う

に
虚

m
実

と

い
う

等

式

が

成

り
立

つ
の
は
、

(
24

)

儒
道

に
荘
子
あ

っ
て
道

の
実
有

を
踏

破
せ
り
。

…

…
道

に
反

て
道

に
叶

ふ
の
道

理
な

り
。

(
二
十

五
箇
条
、
「
俳
諸

の
道

と
す

る
事
」
)

と

い
う

こ
と
が
あ
る

か
ら

で
あ

る
。

儒
道

の
実
有

を
踏

破
す

る

『
荘
子
』

の
虚
無

の
説

も
、

実

は
道

理
を
述

べ
て
い
る
も

の
で
、
筆
端
鼓

舞

の
底

に
は
、
道
理
が
意
味

と
し
て
存
す

る
と

い
う

こ
と
か
ら
、

虚
川
実

と

い
う

こ
と
が

い
わ
れ
る
。

こ
れ

は
、
林
希
逸

の
パ

タ
ー

ソ
に

完

全
に
は
ま

っ
て
し
ま
う
考

え
方

で
あ
る
が
、

こ
こ
に
彼

は
自
ら

の
表
現
論

の
思
想

的
根
拠

を
見
出

し
た
。

そ

こ
で
彼

は

「
虚

実

の
事
」

の
条

で
、
「
萬
物

は
虚

に
居

て
変

に
働
く
、

実

に
居

て
虚

に
働
く

べ
か
ら
ず
」

の
説

に
続
け
、
林

註
寓
言
説

の
上
に
立

っ
て
、

支

考

と

「
荘

子
』
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人

文

研

究

第
三
十

一
輯

(
25
)

抑

々
詩

・
歌

・
連

・
俳

と

い

ふ
物

は
上
手

に
嘘

を

つ
く
事

な

り
。

　ハ

　

虚

に
実
あ
る
を
文
章

と
云
。

と

い
う
説

を
打

ち
立

て
る
。
儒
道

と

『
荘
子
』

の
権
威

を
う
し
ろ
立

て
と

し
て
自

己

の
理
論
を
形
成
し
て
ゆ

こ
う

と
す
る

の
で
あ

る
。
惟

中

の
寓

言
説

に
後
退

し
た
訳

で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ

っ
て
、
彼

は

一
般
的
な
虚
実
論
と
表
現
方
法

論
と
を
結
び

つ
け

た
。

し
か
し
、
支
考

は
、

こ
れ
だ
け

で
は
説

明
が
十
分

で
な

い
と
思

っ
た
の
か
、
第

四
条

の

「
変
化

の
事
」

で
、
虚
実

の
論
を
具
体

的

に
説

明

し
、
補

足
し
て

い
る
。

ま
ず
彼

は
い
う
。

,

　
　

　

文

章

と

い

ふ
事

は
変

化

の
事

な

り
。

変

化

は
虚

実

の
自

在

を

い
ふ
な

り
。

中

間

の

「
変

化

」

の
項

を
取

り
去

れ
ば

、

つ
ま

り
、

「文

章

と

い
ふ
事

は
"

虚

実

の
自

在

を

い

ふ
な

り
。
」

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

故

黒

白

・
善

悪

は
言
説

の
あ

や

に

し

て
、

黒

き

を

黒

し

と

い
ふ
も

、

黒

を

白

し

と

い
ふ
も

、

し
ば

ら
く

言

語

の
変
化

に

し

て
、

道

理

は

も

と

よ

り

黒
白

一
合

な

り
。

し

か

ら
ぽ

天

地

の
変

化

に
遊

ぶ

べ

し
。

…

…
況

や
、

は

い

か

い

は
己
が

家

に
あ

り
な

が

ら
、

天

地
四

海

を

　　

　

か
け

め
ぐ
り
、
春
夏
秋
冬

の
変
化

に
し
た
が

ひ
、
月

は
な

の
風
情

に
わ
た
る
も

の
な
れ
ば
、

百
匂

は
百

句

に

変
化
す

べ
き
事
な
り
。

と

い
う

こ
と
が

で
き

る
と
説

く
。

ま
わ
り
く
ど
く

て
、

や

や
明
晰

さ
を
欠
く
論
述

で
あ
る
が
、

「
虚
実

の
事
」

と
ま
と
め
て
整

理
す
れ
ば

A

萬

物

は
虚

に
居

て
変

に
働
く
。

B

文
章

と

い
ふ
事

は
変
化

の
事

11
虚
実

の
自
在
を

い
ふ
な
り
。
従

っ
て
、
根

源
的
な
も

の
か
ら
出

る
萬

物

の
変
化

に
対
応

し
て
、

C

文
章

は
、
天
地

の
変
化

に
遊

ぶ
べ
し
。

D

そ
れ
故
、

ま
し
て
俳

譜

は
、
変
化
無
尽

の
造
化

の
自

然
に
従

い
、
表
現

の
変
化
自
在
を

ふ
る
う
べ
き
も

の
で
あ

る
、
と

い
う

こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

一一18一



虚
実

の
論

は
、

こ
う
し
て

『
笈

の
小
文
』

お
よ
び
林
註

の
造
化
随

順
説

と
結

び

つ
け
ら
れ

た
が
、

こ
こ
で
支
考

の
宇
宙
論

・
世

界
観
が

著

し
く
宋
学
的

色
彩

を
お
び

て
き

て

い
る

こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。

第
五
条

の

「
起
定
転
合
之
事
」

で
、

　　

　

発
句

は
陽

な
り
。

脇
は
陰
な

り
。

第

三
は

一
転

し

て
、

天
地
よ
り
人

を
生
ず

る
が
ご
と

し
。

い

っ
て

い
る

の
は
、

明
ら
か
に

『
太
極
図
説
』

お
よ
び

『
太
極
図
説
解
』

に
よ

っ
て
い
る

こ
と
が
認

め
ら
れ

る
が
、

こ
う
し
た
宇
宙
生
成

論
か
ら
、
次
第

に
虚
実
論
も
世
界
観
的

な

意
義
づ
け

を
与

え
ら
れ

て

ゆ
く

の
で
あ
る
。

支
考

は
四
十
代

に
入

っ
て
か
ら
、

俳
論

の
体
系

化
、
教
説

化

の
必
要

か
ら
、

宋
学
を
学

習
し
、
そ

の
結
果
が

こ
こ
に
反
映

し
て
き

た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
彼

の
俳
論

の
根
拠
が

宋
学

に
求

め
ら
れ
た
た
め

「
実

を
お

こ
な

ふ
」

の

「
実
」
が
、

さ
き

に
見

た
よ
う

に
、
仁
義
礼
智

の
儒
教
的
な

実
践
道
徳

を
意
味
す
る
よ

う

に
な

っ
た

の
は
当

然
で
あ

っ
た
。

『
二
十

五
箇
条
』

に
い
う
俳
譜

の
道

に
お
い
て

「
実

を
お

こ
な

ふ
」

は
、

そ
れ
故

に
、

「
世
情

に
和

し
、
人
情

に
達
」
す

る
こ
と

(
『
続

五
論
』
)

と
、

「
世
情

の
人
和

を
と

瓦
な

へ
て
、

論
語

に
温
属

の
変
を

お
も
↑
う

(
『
十
論
』
)

を

つ
な

ぐ
線
上

に
あ

っ
て
、

「
心
は
向
上
之

一
路

に
遊

ぶ
べ

し
」

(
第

一
条
、
俳
譜

の
道

と
す
る
事
)

を
指
針

と
す
る
も

の
と
な

っ
た
。

俳
諸
が
世
俗

の
問

に
普
及
す

る

の
に
は
、
敷
用
説
と
と
も

に
道
学
的
な
意

味
づ
け
と
権
威

と
を
持

つ
こ
と
が

必
要

で
あ

っ

た
。

支

考

は
、

こ
う
し
た
必
要

に
応
ず

る
た
め
と
、
虚
実
論

に
世

界
観
的
な
意
義
づ
け
を
す

る
た
め
と
か
ら
、
宋
学
的
な
宇
宙
論
、
道
徳
思
想

お
よ

び

『
荘
子
』
林
註

の
造
化
随
順

の
論
と
寓
言
説

の
上
に
立

ち
、
『
二
十
五
箇
条
』

の
理
論
体
系

を
形
成

し
た
。

門
下

の
地
方
俳
壇
大
衆

の

要
求

に

こ
た
え
、

虚

に
居

て
実

を

お
こ
な

ふ
べ
し

と

い
う
教
説

が
支
考
門

の
綱
領

と
し
て
掲
げ

ら
れ
、
そ

の
具
体
的
な
作
句
指
導
法

と
し
て
、

詩

・
歌

・
連

・
俳
と

い
ふ
物

は
上
手

に
嘘

を

つ
く
事

な
り
。

支

考

と

「
荘

子
」
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人

文

研

究

第
三
十

一
輯

と

い
う
説
が
唱
導
さ
れ
た
。

こ
こ
に
支
考

の
俳
論
体
系

の
骨
格

は
完
成
さ
れ
た
。
以
後
、

生
涯

に
わ
た

っ
て
の
彼

の
俳
譜

論
は
、
す

べ
て

こ
の

「
虚
実
説
」

の
ヴ

ァ
リ

エ
イ

シ

・
ン
に
す
ぎ
な

い
。

「
虚
実
説
」
中

の
造
化
随
順

の
提

唱
は
、
芭
蕉

の
俳

譜
観

の
意
識
的

な
継

承
に

よ

っ
て
な
さ
れ

た

(
「
変
化

の
事

」

の
論
、
十

八
頁
参

照
)
。

こ
れ
が
、
宋

学

的

虚

実

論
と
融
合

さ
せ
ら
れ

る
た

め
に
は
、
『
荘
子
』
林

註

が
あ
ず

か

っ
て
力

が
あ

っ
た
。
『
荘
子
』
林
註

は
、
『
荘
子
』

の
思
想

と
宋
学
と

の
結
合

の
最
も
大
き
な
典
例

で
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

林
註

の
寓
言
説

を
、
筆
端
鼓
舞

論
だ
け

に
か
ぎ

ら
ず
、
も

っ
と
広
く
、
道

理

の
論

に
ま
で
読

み
進

み
、

さ
ら

に
宇
宙
論
的
、
世
界
観
的
内

容

に
さ
え
立

ち
入

っ
て

い

っ
て
、
そ

こ
に
把
握
し
得

た

こ
と
を
芭
蕉

の
遺

教
と

の
関
連

に
お
い
て
理
論
化

し
た

の
で
あ

る
。

『
二
十

五
箇

条
』

に
お
け

る
虚
実

論

の
樹
立

は
、
支
考

に
と

っ
て
理
論
体
系

の

一
応

の
完
成
を
意
味
し
た
。

こ
れ
が
彼

の
活
動

の

一
っ

の
転
機
と
な

っ
て
い

っ
た
。

正
徳

元
年

(
一
七

一

一
)
、

四
十

七
歳

の
時
彼

が
伴
死

し
て
、
自

ら
そ

の
終
焉

の
記

を
書

い
た

こ
と
ほ
極

め

て
象
徴
的

で
あ

る
。
以
後

の
活
動
を
通
じ

て
、
彼

は
蕉
門
中

に
お
い
て
ま
す

ま
す
特
異
な
存

在

と
な

っ
て
ゆ
く
が
、
そ

の

こ
と

は
紙
幅

の

制

限
も
あ
る

の
で
稿

を
改

め
て
論
ず

る
こ
と

に
し
た

い
。
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(
1
)
各
務
虎
雄
稿

『
各
務
支
考
」
(明
治
書
院

「俳
句
講
座
』
3

〔
昭
和
三
四
年
四
月
刊
〕
)

一
二

一
頁
。

(
2
)

『
日
本
俳
書
大
系
」
第
四
巻
、
『蕉
門
俳
話
文
集
」

(昭
和
四
年
四
月
刊
)
六
〇

六
頁
。

(3
)
能
勢
朝
次
著

「
芭
蕉
講
座
」
第
六
巻
、
俳
論
篇

(昭
和

一
八
年
二
月
刊
)
五

一
頁
。

(
4
)

「
芭
蕉
大
成
』
(昭
和
三
七
年

一
一
月
刊
)
六
七
九
頁
。

(
5
)

「
日
本
俳
書
大
系
」
第
四
巻
、
『蕉
門
俳
話
文
集
』
五

一
頁
。

(
6
)
同
右
、
六
頁
。

(
7
)
同
右
、
八
頁
。
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同
右
、

二
二
頁
。

同
右
、
二
三
頁
。

同
右
、
六
〇
六
頁
。

小
西
甚

一
稿

「
芭
蕉
と
寓
言
論
」
(「
日
本
学
士
院
紀
要
」
第

一
八
巻
第
三
号

[
昭
和
三
五
年

=

月
刊
]
)

一
四
八
頁
。

「
日
本
俳
書
大
系
』
第
四
巻
、
『
蕉
門
俳
話
文
集
』
六
〇
六
頁
。

同
右
、
六
〇
七
頁
。

同
右
、
四
九
〇
頁
。

同
右
、
五
五
九
頁
。

同
右
、
五
五
八
頁
。

同
右
、
五
八
九
頁
。

同
右
、
五
二
六
頁
。

同
右
、
五
二
七
頁
。

「
芭
蕉
天
成
』
六
九
七
頁
。

「
日
本
俳
書
大
系
』
第
四
巻
、
「蕉
門
俳
話
文
集
」
三
八
頁
。

竹
巣
月
居
序
、
享
保

二
年

[
一
八
〇
二
]
版
。

同
右
。

「
日
本
俳
書
大
系
」
第
四
巻
、
「蕉
門
俳
話
文
集
』
三
八
頁
。

同
右
、
三
八
頁
。

同
右
、
三
八
頁
。

同
右
、
三
八
頁
。

A
付
記
)

「
荘
子
」

の
本
文
な
ら
び

に
林
註

は
、
寛
永
十
年
風
月
宗
知
版
十
冊
本
か
ら
引
用
し
た
。

な
お
、
書
き
下
し
文
も
同
書

の
訓
点

に
従

っ
た

も

の

で

支

考

と

「
荘

子
」
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あ

る
。

人

文

研

究

第
三
十

一
輯
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